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い
た
。

「
天
候
不
順
の
影
響
」「
自
分
だ
け
で
な

く
（
梅
農
家
は
）
誰
も
が
苦
し
い
」
―
―
。

収
穫
期
間
中
、
農
家
の
間
か
ら
は
こ
の
凶

作
を
天
候
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
声
が
聞

こ
え
て
き
た
。
だ
が
、
園
地
を
巡
回
す
れ

ば
、
今
年
ほ
ど
紀
州
梅
の
産
地
が
抱
え
る

農
業
経
営
上
の
課
題
が
み
え
て
く
る
年
は

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。な
ぜ
な
ら
、

一
部
の
農
家
は
品
目
や
品
種
で
の
複
合
化

を
図
っ
て
き
た
り
、
園
地
管
理
の
工
夫
で

例
年
通
り
の
収
量
を
上
げ
て
い
た
り
す
る

か
ら
だ
。
伝
統
産
地
特

有
の
旧
態
依
然
で
は
な

く
、
時
代
の
状
況
や
産

地
の
歴
史
を
鑑
み
て
経

営
を
見
直
す
努
力
の
違

い
が
、
結
果
と
し
て
今

年
は
色
濃
く
出
て
い

る
。と

り
わ
け
梅
の
価
格

が
低
迷
す
る
よ
う
に

紀
州
梅
の
収
穫
期
を
迎
え
た
６
月
半

ば
、
二
大
産
地
で
あ
る
和
歌
山
県
田
辺
市

と
み
な
べ
町
の
梅
畑
で
は
不
思
議
な
光
景

が
見
ら
れ
た
。
例
年
な
ら
こ
の
時
期
、
農

家
は
地
面
す
れ
す
れ
に
青
い
ネ
ッ
ト
を
園

地
全
体
に
張
っ
て
い
る
。
梅
の
実
が
枝
か

ら
落
ち
た
際
、
地
面
に
当
た
っ
て
傷
つ
か

な
い
よ
う
事
前
に
受
け
止
め
て
、
雑
草
に

紛
れ
て
拾
い
に
く
く
な
る
の
も
防
ぐ
。
傾

斜
地
で
あ
れ
ば
ネ
ッ
ト
を
伝
っ
て
実
が
下

方
の
窪
み
に
集
ま
り
、
一
斉
に
収
穫
で
き

る
と
い
う
利
便
性
も
あ
る
。
そ
れ
が
今
年

は
ネ
ッ
ト
が
全
く
な
か
っ
た
り
、
一
部
で

張
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
園
地
が
散

見
さ
れ
た
。

「
わ
ざ
わ
ざ
収
穫
す
る
だ
け
の
量
が
な
い

ん
や
ろ
」。
取
材
し
た
農
家
た
ち
は
こ
う

口
を
そ
ろ
え
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
張
り

と
収
穫
に
か
か
る
人
件
費
に
見
合
う
ほ
ど

に
は
実
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ

け
だ
。
和
歌
山
県
で
は
春
先
の
低
温
で
訪

花
昆
虫
の
ミ
ツ
バ
チ
の
活
動
が
鈍
る
な
ど

し
て
着
花
率
が
落
ち
た
。
こ
の
た
め
、
県

が
４
月
末
に
発
表
し
た
今
年
の
作
柄
は
前

年
比
67
％
と
過
去
最
低
水
準
を
記
録
し
て

危機に直面する伝統産地
そこにある問題と可能性

紀
州
梅
の
産
地
は
ず
っ
と
増
産
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
主
な
用
途
で
あ
る
梅
干
し

の
消
費
が
落
ち
込
ん
で
い
る
今
、
も
は
や
需
給
が
不
均
衡
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と

は
明
白
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
は
少
子
高
齢
化
が
加
速
す
る
と
と
も
に
厳
し
さ
を
増

す
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
れ
を
直
視
す
る
農
業
経
営
者
は
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る

の
か
、
農
業
経
営
の
将
来
像
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。

第3回

紀州梅（その３）――農業経営の将来像

梅を柱にミニトマトとウスイエンドウで複
合経営をする久保賢一氏(6月下旬撮影)

取材・まとめ／窪田新之助

な
っ
て
か
ら
、
Ｊ
Ａ
や
行
政
は
農
家
に
複

合
経
営
の
実
践
を
一
層
強
調
し
て
き
た
。

そ
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
み
な
べ
町
東
本

庄
の
久
保
賢
一
氏
（
53
）
は
２
・
３
ha
で

梅
の
ほ
か
、
35
ａ
の
ハ
ウ
ス
で
ウ
ス
イ
エ

ン
ド
ウ
を
、
30
ａ
の
ハ
ウ
ス
で
ミ
ニ
ト
マ

ト
を
作
っ
て
き
た
。
か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど

梅
一
本
だ
っ
た
経
営
を
複
合
化
し
て
き
た

の
は
、
１
９
７
０
年
代
後
半
の
寒
波
で
梅

が
凶
作
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ

た
。「
梅
だ
け
で
は
危
険
が
大
き
す
ぎ
る
。

リ
ス
ク
分
散
を
考
え
て
豆
を
、
そ
の
後
に

ミ
ニ
ト
マ
ト
を
入
れ
た
」。

現
在
の
面
積
で
盛
期
に
は
年
間
１
５
０

０
～
２
０
０
０
万
円
あ
っ
た
梅
の
売
り
上

げ
も
、
こ
こ
数
年
の
原
料
価
格
の
低
迷
が

大
き
く
響
い
て
１
０
０
０
万
円
に
ま
で
落

ち
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
今
年
は
収
穫
量

が
例
年
の
半
分
で
、
５
０
０
万
円
と
半
減

す
る
見
込
み
だ
。

た
だ
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
で
年
間
１
６
０
０

万
円
、
ウ
ス
イ
エ
ン
ド
ウ
で
同
５
０
０
万

作
柄
の
悪
い
年
に
差
が
出
る

梅
農
家
の
経
営
を
見
直
す
努
力
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危機に直面する伝統産地
そこにある問題と可能性

円
の
売
り
上
げ
が
あ
る
。
施
設
で
栽
培
す

る
こ
れ
ら
の
作
物
は
安
定
し
た
収
入
が
見

込
め
る
。
常
勤
雇
用
３
人
と
専
従
者
３
人

（
妻
と
息
子
夫
婦
） 

へ
の
給
与
１
５
０
０

万
円
を
支
払
っ
て
も
、
経
常
利
益
は
５
０

０
万
円
強
と
な
る
見
込
み
。
今
年
の
よ
う

な
凶
作
に
あ
っ
て
も
、「
十
分
に
生
活
で

き
る
」
と
胸
を
張
る
。

山
間
部
で
は
、
久
保
氏
の
園
地
が
あ
る

平
野
部
と
違
っ
て
、
加
温
代
が
余
計
に
か

か
る
た
め
施
設
野
菜
を
導
入
し
に
く
い
。

と
い
っ
て
露
地
栽
培
で
大
き
な
売
り
上
げ

に
な
る
よ
う
な
作
物
は
限
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
清
川
地
区
で
は
梅
で
複
数
の
品
種

を
導
入
す
る
試
み
が
進
ん
で
い
る
。
産
地

の
栽
培
面
積
の
９
割
を
占
め
る
主
力
品
種

「
南
高
」
の
出
来
不
出
来
に
よ
っ
て
、
全

体
的
な
収
穫
量
や
売
り
上
げ
が
大
き
く
変

動
す
る
の
を
避
け
る
た
め
だ
。

た
と
え
ば
同
地
区
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在

で
あ
る
山
本
茂
氏
（
60
）
の
園
地
の
品
種

構
成
を
み
る
と
、
梅
畑
３
・
８
ha
の
う
ち

南
高
は
８
割
と
、
産
地
全
体
か
ら
す
れ
ば

１
割
少
な
く
し
て
い
る
。南
高
以
外
で
は
、

い
ず
れ
も
果
皮
と
果
肉
が
紅
色
の
品
種

「
す
も
も
う
め
」と「
露
茜（
つ
ゆ
あ
か
ね
）」

を
育
て
る
。
他
の
生
産
者
と
一
緒
に
、
両

品
種
と
も
独
自
に
販
路
を
開
拓
し
た
町
内

の
加
工
業
者
・
㈱
紀
州
本
庄
う
め
よ
し
に

梅
酒
の
商
品
「
壱
（
い
ち
）」
の
原
料
と

し
て
卸
し
て
い
る
。
梅
酒
と
い
え
ば
、
そ

の
液
体
は
黄
金
色
が
常
識
。
そ
れ
が
両
品

種
の
特
性
を
生
か
せ
ば
紅
色
の
梅
酒
と
し

て
売
り
出
せ
る
た
め
、
同
社
も
栽
培
面
積

の
拡
大
を
期
待
す
る
。「
露
茜
」
は
他
の

酒
造
会
社
も
注
目
し
て
い
て
、
今
後
、
さ

ら
に
増
産
し
て
い
く
品
種
だ
。

も
う
一
つ
、
北
向
き
の
園
地
に
は
和
歌

山
県
果
樹
試
験
場
う
め
研
究
所
が
育
成
し

た
自
家
和
合
性
の
新
品
種
「
Ｎ
Ｋ
14
」
を

取
り
入
れ
て
い
る
。
主
力
品
種
の
南
高
は

自
家
不
和
合
性
な
の
で
、
ミ
ツ
バ
チ
に
よ

る
授
粉
が
不
可
欠
に
な
る
。
し
か
し
、
今

年
の
よ
う
に
春
先
が
寒
か
っ
た
り
雨
が
多

か
っ
た
り
す
る
と
、
ミ
ツ
バ
チ
の
活
動
が

鈍
り
、
結
果
的
に
着
花
率
が
悪
く
な
る
。

こ
の
現
象
は
特
に
日
当
た
り
の
悪
い
北

向
き
の
園
地
で
起
き
や
す
い
の
で
、
Ｎ
Ｋ

止
め
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
す
ぐ
に
積
め
る
わ

け
だ
。

こ
れ
な
ど
は
経
営
者
と
し
て
み
れ
ば
当

た
り
前
な
取
り
組
み
の
よ
う
だ
が
、
そ
う

で
は
な
い
。
田
辺
市
の
農
家
の
案
内
で
産

地
を
巡
回
し
た
と
こ
ろ
、
国
や
県
の
補
助

金
を
活
用
し
て
基
盤
整
備
し
た
園
地
で

は
、
園
内
道
が
な
か
っ
た
り
、
あ
っ
て
も

軽
ト
ラ
ッ
ク
が
入
れ
る
道
幅
で
は
な
か
っ

た
り
し
た
。
自
身
の
設
計
書
で
は
な
く
行

政
の
計
画
書
通
り
に
基
盤
整
備
を
す
る
。

あ
る
い
は
周
囲
と
同
じ
よ
う
に
梅
だ
け

を
、
さ
ら
に
は
南
高
と
い
う
品
種
だ
け
を

作
っ
て
い
れ
ば
成
り
立
つ
時
代
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
伝
統
に
甘
ん
じ
な

い
山
本
氏
を
は
じ
め
一
部
の
農
業
経
営
者

は
気
づ
き
、
迅
速
に
対
応
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
経
営
上
の
果
敢
な
努
力
は
今

年
の
収
量
の
違
い
に
も
現
れ
て
い
る
。
産

地
全
体
が
凶
作
の
中
で
、
み
な
べ
町
東
岩

代
の
川
坂
正
夫
氏
（
59
）
は
例
年
通
り
10

ａ
当
た
り
４
ｔ
の
収
量
を
上
げ
る
こ
と
に

な
り
そ
う
だ
。
こ
れ
が
今
年
の
産
地
で
は

い
か
に
例
外
な
結
果
で
あ
る
か
は
、
周
囲

の
農
家
が
相
次
い
で
視
察
に
来
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
。
し
か
し
、本
人
は「
別

に
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
平
然
と
し

た
様
子
だ
。

山
本
氏
も
そ
う
だ
が
川
坂
氏
も
、
主
力

14
に
改
植
す
る
こ
と
で
避
け
ら
れ
る
わ
け

だ
。
玉
太
り
が
良
く
な
い
た
め
品
種
と
し

て
は
南
高
に
劣
る
も
の
の
、「
北
向
き
で

日
が
差
さ
な
い
、
寒
く
て
ハ
チ
が
行
か
な

い
園
地
な
ら
十
分
に
使
え
る
品
種
」
と
感

じ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
山
本
氏
は
酒
造
会

社
へ
の
販
路
開
拓
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

主
力
品
種
の
南
高
に
つ
い
て
も
青
梅
と
梅

干
し
原
料
で
出
荷
す
る
以
外
に
、
樹
上
完

熟
さ
せ
た
も
の
を
梅
酒
原
料
と
し
て
酒
造

会
社
の
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
と
Ｊ
Ａ
み
な
べ
い

な
み
を
通
じ
て
契
約
栽
培
し
て
き
た
。
平

均
販
売
単
価
は
、
青
梅
で
市
場
出
荷
す
る

場
合
の
１
㎏
２
７
０
～
２
８
０
円
（
Ｊ
Ａ

の
手
数
料
な
ど
を
除
い
た
手
取
り
）
に
対

し
て
、
梅
酒
用
の
完
熟
梅
は
同
３
０
０
円

と
い
う
。
ま
た
、
梅
干
し
の
原
料
価
格
の

よ
う
に
乱
高
下
し
な
い
た
め
、「
安
定
し

た
収
入
が
見
込
め
る
の
が
良
い
」と
話
す
。

省
力
化
に
向
け
て
独
自
資
金
で
基
盤
整

備
も
進
め
て
い
る
。
重
機
で
園
地
を
傾
斜

角
20
度
ほ
ど
に
な
ら
し
、
等
高
線
に
沿
っ

て
園
内
道
を
敷
い
て
い
る
。
冒
頭
で
紹
介

し
た
よ
う
に
、
紀
州
梅
の
産
地
で
は
収
穫

前
に
園
地
に
ネ
ッ
ト
を
張
る
の
で
、
枝
か

ら
落
ち
た
梅
の
実
は
20
度
ほ
ど
の
傾
斜
が

あ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
を
伝
っ
て
園
内
道
の
そ

ば
ま
で
転
げ
落
ち
て
く
る
。
こ
の
た
め
、

作
業
者
は
基
本
的
に
は
園
地
の
奥
に
入
っ

て
行
か
な
く
て
も
、
園
内
道
付
近
で
実
を

拾
っ
て
は
コ
ン
テ
ナ
に
入
れ
、
道
沿
い
に

「
南
高
」
以
外
の
品
種
を
増
産
、

自
前
で
基
盤
整
備
に
取
り
組
む

山本氏は、基盤整備で園地を傾斜角20度にならし、実が転
げ落ちて園内道付近で収穫できるようにしてある。

授
粉
や
苗
木
選
抜
の
�
�
で

の
�
�
で

�
�
でで

収
量
増
を
図
る
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の
南
高
に
対
し
て
授
粉
樹
や
交
配
用
の
高

継
ぎ
の
枝
を
丁
寧
か
つ
計
画
的
に
入
れ
て

い
る
。
川
坂
氏
の
場
合
、
全
体
の
植
栽
本

数
に
対
し
て
授
粉
樹
と
交
配
用
の
高
接
ぎ

枝
を
導
入
し
て
い
る
割
合
は
４
割
。
し
か

も
、
授
粉
樹
は
１
本
の
南
高
に
対
し
て
、

２
本
か
ら
花
粉
が
届
く
よ
う
に
配
置
し
て

い
る
。
栽
培
の
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
、

「
授
粉
樹
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
種
類
を
、

し
か
も
『
南
高
』
よ
り
早
く
開
花
す
る
品

種
ほ
ど
効
果
が
高
い
」
と
語
る
。

さ
ら
に
今
年
の
よ
う
に
天
候
不
順
で
ミ

ツ
バ
チ
が
飛
ば
な
い
と
、
着
花
率
が
著
し

く
落
ち
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
南

高
の
木
の
７
割
ま
で
に
別
品
種
の
枝
１
、

２
本
を
高
継
ぎ
し
て
い
る
。
面
倒
な
作
業

で
は
あ
る
が
、「
ミ
ツ
バ
チ
の
活
動
が
鈍
っ

て
も
、
風
が
吹
く
だ
け
で
授
粉
で
き
る
か

ら
。授
粉
樹
を
植
え
る
よ
り
効
果
は
高
い
」

と
説
く
。

生
産
性
を
高
め
る
努
力
は
こ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
産
地
で
は
梅
の
苗
木
を
２
年
生

で
植
え
る
の
が
一
般
的
。
一
方
、
川
坂
氏

は
自
ら
畑
で
育
て
た
５
年
生
の
苗
木
だ
け

を
本
圃
に
移
し
替
え
る
。
４
年
生
の
段
階

で
そ
の
苗
木
の
生
産
能
力
が
分
か
る
か
ら

だ
。
不
良
な
苗
木
は
一
切
使
わ
な
い
。
農

家
の
間
か
ら
は
「
最
近
に
な
っ
て
販
売
業

者
の
苗
木
は
品
質
が
悪
く
な
っ
て
い
る
」

と
い
う
嘆
き
が
聞
こ
え
る
中
で
、
川
坂
氏

は
自
ら
苗
木
を
選
抜
す
る
道
を
選
ん
だ
。

そ
し
て
確
か
な
実
績
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「
努
力
せ
ん
と
あ
か
ん
よ
。
そ
の
違
い
が

今
年
は
は
っ
き
り
出
た
ん
や
な
い
か
」
と

主
張
す
る
。

紀
州
梅
の
農
家
は
こ
れ
ま
で
梅
ば
か
り

を
作
り
、
青
梅
は
青
果
市
場
に
、
梅
干
し

原
料
は
地
元
の
加
工
業
者
に
出
荷
す
る
の

が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
田
辺
市

で
は
「
選
択
的
拡
大
品
目
」
の
旗
印
の
下
、

１
９
６
０
年
代
に
ミ
カ
ン
を
増
産
し
て
失

敗
し
た
の
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
今
も

梅
ば
か
り
を
作
っ
て
い
る
。
需
給
状
況
が

不
均
衡
に
陥
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

単
一
作
物
に
固
執
す
る
と
い
う
農
業
経
営

の
姿
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
で
来
た
。

だ
が
、
連
載
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ

う
に
、
消
費
が
落
ち
る
な
ど
時
代
状
況
が

変
わ
り
、
伝
統
産
地
と
い
え
ど
も
農
業
経

営
の
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
と

い
う
よ
り
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
数
々
の

変
革
に
成
功
し
て
き
た
か
ら
日
本
一
の
梅

産
地
が
形
作
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し

た
歴
史
的
に
何
度
も
問
い
返
さ
れ
た
課
題

を
、
現
代
の
紀
州
梅
の
農
業
経
営
者
は
再

び
問
わ
れ
て
い
る
。

現
状
の
荒
波
を
果
敢
に
乗
り
越
え
よ
う

と
す
る
農
業
経
営
者
の
姿
を
今
回
紹
介
し

た
。
そ
し
て
、
他
に
も
同
じ
気
概
を
持
っ

た
人
々
が
出
て
き
て
い
る
の
は
明
る
い
材

料
だ
。
日
本
一
の
梅
産
地
の
再
興
は
こ
れ

か
ら
で
あ
る
。 

（
終
）

伝
統
産
地
ゆ
え
に
求
め
ら
れ
る

農
業
経
営
の
変
革

授粉樹や高接ぎをこまめに入れることで、凶作の年でも例
年通りに実をつけている川坂氏の園地。

南高 露茜（つゆあかね） ＮＫ14 ミスなでしこ

全国の生産量の 6割
を、和歌山県でも栽培
面積の9割以上を占め
る主力品種。実は大き
い割に種は小さい。皮
は薄く、梅干し原料に
向くとされている。自
家不和合性なのでミツ
バチの活動が鈍ると着
花が落ちる。

農研機構・果樹研究所
が育成した新品種。果
皮も果肉も紅色。梅酒
や梅ジュースなどの原
料に向く。収穫期は育
成地の茨城県つくば市
で 7 月中旬、「南高」
より約3週間遅い。和
歌山県内での収穫時期
は７月上旬。

和歌山県果樹試験場・
うめ研究所が育成した
新品種。「南高」と比
べると、珍しい自家和
合性の品種なので着花
が安定しやすい。同県
での収穫開始は4～ 7
日早い。「南高」と比
べてやや小ぶりになる
傾向があるため、県う
め研究所は改善策を研
究中。

和歌山県田辺市の農
家・那須義昭氏が、紅
色の小梅「パープルク
イーン」の大梅版とし
て選抜した。梅酒や梅
酢に加工した際に紅色
が残るほか、「南高」
よりポリフェノールが
約1.4倍多いことを活
かした商品開発が期待
される。

～紀州梅の品種一覧～

写真提供：（NK14）県うめ研究所、（ミスなでしこ）那須誠氏
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危機に直面する伝統産地
そこにある問題と可能性

筆
者
が
紀
州
梅
の
取
材
を
始
め
た
の
は
、

日
本
農
業
新
聞
に
在
籍
し
て
い
た
２
０
１
０

年
６
月
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
、
梅
干
し
の

原
料
価
格
の
低
迷
で
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
Ｊ

Ａ
組
合
員
ら
に
よ
る
一
つ
の
懇
願
だ
っ
た
。

「
君
が
産
地
復
興
の
シ
ナ
リ
オ
を
描
い
て
く

れ
。
僕
た
ち
は
演
じ
る
か
ら
」。

そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
た
め
の
半
年
に
及

ぶ
取
材
の
中
で
、
加
工
業
者
に
よ
る
価
格
カ

ル
テ
ル
の
疑
い
に
つ
い
て
公
正
取
引
委
員
会

に
訴
え
る
と
い
う
農
家
と
出
会
い
、
そ
の
背

景
に
あ
る
農
業
経
営
の
厳
し
い
実
態
も
含
め

て
記
事
に
し
た
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
後
、

産
地
で
起
こ
っ
た
の
は
再
興
へ
の
歩
み
で
は

な
く
、〟
犯
人
捜
し
〟
と
事
態
の
も
み
消
し

だ
っ
た
。

「
い
っ
た
い
誰
が
訴
え
た
ん
だ
」。
組
合
長

を
は
じ
め
Ｊ
Ａ
の
職
員
か
ら
何
度
も
尋
ね
ら

れ
た
。
Ｊ
Ａ
紀
南
で
は
Ｊ
Ａ
み
な
べ
い
な
み

の
誰
か
が
、
Ｊ
Ａ
み
な
べ
い
な
み
で
は
Ｊ
Ａ

紀
南
の
誰
か
が
訴
え
た
と
い
う
噂
が
広
が
っ

た
。
挙
句
の
果
て
に
筆
者
自
身
も
Ｊ
Ａ
み
な

べ
い
な
み
の
組
合
長
か
ら
、
農
家
を
た
き
付

け
て
公
正
取
引
委
員
会
に
出
向
か
せ
た
の
で

は
な
い
か
と
、
あ
ら
ぬ
疑
い
を
か
け
ら
れ
た

こ
と
も
あ
る
。
彼
は
加
工
業
者
と
一
緒
に
な

っ
て
そ
ん
な
噂
ば
か
り
し
て
い
た
と
い
う
。

怒
り
を
覚
え
る
よ
り
も
先
に
あ
き
れ
た
。
そ

れ
よ
り
大
事
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。

カ
ル
テ
ル
疑
惑
で
重
要
な
の
は
、「
誰
が

起
こ
し
た
か
」
で
は
な
く
、「
な
ぜ
起
き
た
か
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
思
い
を
寄
せ
ら

れ
な
い
こ
と
に
、
両
Ｊ
Ａ
の
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

み
な
べ
町
と
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
11
年

12
月
、
町
内
の
梅
農
家
２
２
０
戸
（
回
答
数

１
４
５
戸
）
に
経
営
実
態
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

08
年
の
調
査
時
と
比
べ
て
状
況
は
悪
化
し
て

い
た
。「
順
調
」
と
「
ほ
ぼ
順
調
」
は
合
計

21
％
（
前
回
時
46
％
）。
一
方
、「
苦
し
い
」

と
「
や
や
苦
し
い
」
は
合
計
79
％
（
同
54
％
）。

悪
化
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
同
公
庫
は
「
原

料
用
梅
干
し
価
格
の
長
期
低
迷
が
背
景
に
あ

る
」
と
み
る
。

ま
さ
に
Ｊ
Ａ
の
組
合
員
で
あ
る
農
家
が
訴

え
た
の
は
、
昨
今
の
梅
干
し
の
原
料
価
格
で

は
再
生
産
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
を

無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
カ
ル
テ
ル
疑
惑
を

か
け
ら
れ
た
加
工
組
合
に
Ｊ
Ａ
も
加
盟
し
、

取
引
価
格
を
不
透
明
に
決
め
て
き
た
こ
と
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
苦
境
を
訴
え

る
農
家
の
声
を
記
事
に
す
る
の
を
、
事
態
を

大
き
く
し
た
く
な
い
産
地
の
Ｊ
Ａ
は
Ｊ
Ａ
和

歌
山
中
央
会
を
通
じ
、
機
関
紙
の
日
本
農
業

新
聞
に
圧
力
を
か
け
て
つ
ぶ
し
て
き
た
。
そ

し
て
同
紙
も
、
当
時
の
編
集
局
長
が
筆
者
に

「
Ｊ
Ａ
と
は
闘
え
な
い
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、

言
論
の
弾
圧
に
簡
単
に
屈
し
た
。

Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
内
で
そ
ん
な
保
身
を
か
け

た
い
ざ
こ
ざ
が
起
き
て
い
る
中
、
原
料
価
格

の
低
迷
で
一
部
の
農
家
は
化
学
農
薬
・
肥
料

を
控
え
て
整
枝
・
剪
定
も
せ
ず
、
放
任
園
が

相
次
い
で
出
て
い
る
。
５
月
に
あ
ち
こ
ち
の

園
地
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
農
家
は
、
今

年
の
凶
作
の
様
子
を
見
て
は
「
理
由
は
天
候

だ
け
じ
ゃ
な
い
。
心
の
不
作
が
招
い
た
も
の
」

と
繰
り
返
し
た
。

経
営
を
再
建
し
た
い
農
家
の
願
い
が
あ
り

な
が
ら
、
Ｊ
Ａ
は
そ
れ
に
応
え
ら
れ
て
い
な

い
。
営
農
指
導
体
制
を
例
に
取
っ
て
も
そ
う

で
あ
る
。
今
月
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
産

地
の
農
家
は
梅
を
柱
に
複
合
経
営
に
向
か
う

の
が
一
つ
の
理
想
だ
が
、
梅
づ
く
り
ば
か
り

を
推
進
し
て
き
た
Ｊ
Ａ
に
は
野
菜
づ
く
り
に

長
け
た
営
農
指
導
員
が
育
っ
て
い
な
い
。
梅

の
価
格
低
迷
で
エ
ン
ド
ウ
マ
メ
を
作
り
始
め

た
田
辺
市
の
農
家
は
、
Ｊ
Ａ
紀
南
の
営
農
指

導
員
が
作
り
方
を
あ
ま
り
に
知
ら
な
い
こ
と

に
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
。「
営
農
指
導
に
来

て
も
、
逆
に
こ
ち
ら
が
教
え
て
い
る
有
り
様

だ
よ
」。

加
工
業
者
と
の
価
格
交
渉
で
欠
か
せ
な

い
、
梅
干
し
原
料
の
毎
年
の
生
産
量
に
関
す

る
情
報
収
集
も
足
り
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で

塩
の
出
荷
量
か
ら
推
察
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
過
去
に
原
料
の
在
庫
量
に
関
す
る
情
報

不
足
で
、
農
家
が
安
く
買
い
た
た
か
れ
る
と

い
う
痛
い
目
に
あ
っ
て
き
た
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
Ｊ
Ａ
は
あ
ま
り
に
無
策
で
は
な
い
か
。

一
方
、
一
部
の
加
工
業
者
は
不
作
年
に
備

え
て
梅
干
し
原
料
の
貯
蔵
施
設
を
増
や
し
て

い
る
。
貯
蔵
能
力
を
高
め
れ
ば
価
格
決
定
権

を
一
層
握
れ
る
か
ら
だ
。

資
本
力
と
情
報
力
を
着
実
に
つ
け
る
加
工

業
者
側
の
動
き
に
対
抗
す
る
に
し
て
も
、
こ

れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
Ｊ
Ａ
の
力
量
を
心
も
と

な
く
思
っ
て
い
る
の
は
組
合
員
だ
け
で
は
な

い
。
紀
州
梅
の
産
地
復
興
を
願
う
県
内
外
の

関
係
者
の
多
く
か
ら
、
そ
う
し
た
声
を
筆
者

は
直
接
聞
い
て
き
た
。

Ｊ
Ａ
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
改
善
す
る

つ
も
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
し
が
ら
み
を

越
え
て
、
農
家
は
Ｊ
Ａ
と
距
離
を
置
い
て
経

営
を
自
立
さ
せ
る
道
を
模
索
す
る
べ
き
で
あ

る
。
組
合
員
か
ら
巻
き
起
こ
っ
た
価
格
カ
ル

テ
ル
の
疑
惑
を
、
も
は
や
自
身
の
問
題
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
な
い
Ｊ
Ａ
で
あ
る
の
だ
か

ら
。

 

（
窪
田
新
之
助
）

取材後記

カルテル疑惑で
問われた
ＪＡの力量と
農業経営の自立


